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浄
土
真
宗
と
し
て
の

「葬
儀
」
の
意
味

は
じ
め
に

２
０
１
０
年
１
月
、
高
名
な
宗
教
学
者
島
田
裕
巳
氏
に
よ
っ
て
、
『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
と
の
衝
撃
的
タ
イ
ト
ル
を
有
す
る
新

書
が
出
版
さ
れ
た
。
日
本
仏
教
が
、
「葬
式
仏
教
」
と
批
判
さ
れ
て
久
し
い
し
、
高
額
な

「戒
名
料
」
を
は
じ
め
と
す
る
葬
儀
の
高

額
化

・
華
美
化
や
、
お
布
施
の
不
透
明
性
な
ど
、
今
の
よ
う
な
葬
式
の
あ
り
方
で
よ
い
の
か
と
い
う
批
判
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
幾

度
も
出
さ
れ
て
来
た
。
こ
う
い
っ
た
、
い
わ
ば
潜
在
的
鬱
積
に
、　
一
気
に
火
を
点
け
た
の
が
同
書
で
あ
っ
た
。
著
者
の
知
名
度
の
高

さ
や
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
タ
イ
ト
ル
、
廉
価
な
新
書
版
、
こ
れ
ら
商
業
的
に
も
有
効

・
巧
妙
な
手
法
も
相
侯
っ
て
、
大
き
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
く
、
筆
者
は
個
人
的
に

「島
田
シ
ョ
ッ
ク
」
と
呼
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
と
言
う
か
、
２
０
１
１
年
３
月
１
１
日
に
、
あ
の
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、
死
者
及
び
行
方
不
明
者
が
２
万
人
を

超
え
る
と
い
う
大
惨
事
と
な
っ
た
。
突
然
に
生
命
を
失
っ
た
人
の
無
念
さ
、
家
族
を
失
っ
た
遺
族
の
悲
し
み
、
住
居
や
田
畑
や
職
場

を
失
っ
た
絶
望
感
や
、あ
る
い
は
原
発
事
故
に
と
も
な
う
放
射
線
へ
の
恐
怖
と
理
不
尽
な
風
評
被
害
な
ど
へ
の
や
り
場
の
な
い
怒
り
、

こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
を
見
聞
き
す
る
に
つ
け
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
る
自
分
に
罪
悪
感
を
覚
え
る
日
々
が
続

い
て
い
る
。
ま
た

一
方
で
、
あ
の
よ
う
な
非
常
時
の
中
で
も
暴
動
が
起
こ
る
わ
け
で
も
な
く

（
一
部
に
は
非
道
な
行
為
も
報
道
さ
れ

て
は
い
た
が
）、
人
々
は
秩
序
を
持
っ
て
行
動
し
、
悲
惨
な
中
で
も
感
謝
の
思
い
を
表
す
被
災
者
の
人
た
ち
に
、
諸
外
国
の
メ
デ
ィ

満

丼

秀

城

０̈
，
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ア
は
、
こ
ぞ
っ
て
称
讃
の
記
事
を
載
せ
て
い
た
。
そ
う
い
う

一
連
の
報
道
の
中
で
、　
一
時
帰
宅
を
許
可
さ
れ
た
被
災
者
が
、
真
っ
先

２６

に
仏
壇
の
位
牌
を
探
そ
う
と
す
る
姿
や
、
家
族
を
失
つ
た
こ
と
自
体
へ
の
悲
し
み
と
と
も
に
、
「葬
式
が
出
せ
な
い
」
こ
と
へ
の
二

重
の
悲
し
み
を
吐
露
し
て
い
る
姿
が
報
じ
ら
れ
、
「葬
儀
不
要
論
」
は
、
表
面
的
に
は
、
い
っ
た
ん
沈
静
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「葬
儀
不
要
論
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
支
持
さ
れ
た
必
然
性
自
体
は
、
実
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
う
べ

き
だ
ろ
う
。
勿
論
、
『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
に
対
し
て
、
反
論
を
意
図
す
る
書
物
は
い
く
つ
も
刊
行
さ
れ
た
し
、
寺
院
や
僧
侶
の

側
が
、　
一
定
の
努
力
を
し
て
来
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
い
つ
、
ま
た

「葬
儀
不
要
論
」
が
再
燃
し
て

も
お
か
し
く
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
「葬
儀
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」、
「な
ぜ
葬
儀
は
必
要
な
の
か
」。
こ
れ
ら
の
根
本
的
疑
間

に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
だ
充
分
な
回
答
を
示
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
意
味
で
の
回
答
の

一
端
を
意
図

す
る
も
の
で
あ
る
。一

「人
間
性
」
と

「儀
礼
」

右
の
よ
う
な
意
味
で
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
葬
儀
は
い
か
な
る
意
義
と
必
要
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
は
、
お
互
い
が
、
し
っ
か
り

と
足
元
を
見
据
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
浄
土
真
宗
の
教
義
に
ふ
さ
わ
し
い
葬
儀
の
あ
り
方
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
、
教
義

・
教
学
的
押
さ
え
が
不
可
欠
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
「葬
送
儀
礼
」
と
い
う
形
態
自
体
は
、
浄
土
真
宗
の
成
立
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
来
た
し
、
ま
た
、
個
体
を
形
成
す

る
地
球
上
の
全
て
の
生
物
に
お
い
て
、
死
は
不
可
避
で
あ
る
中
で
、
死
に
対
し
て

「葬
送
儀
礼
」
と
い
う
形
式
を
持
つ
の
は
、
お
そ

ら
く
人
間
だ
け
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「葬
儀
」
と
は
、
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
文
化
的

・
社
会
的
営
為
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、

教
義

・
教
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
な
く
、
社
会
的

・
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
も
あ
る
。
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そ
も
そ
も

「人
間
」
の

「人
間
」
た
る
所
以
は
何
な
の
か
。
「人
間
」
と
は
、
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

古
来
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
来
た
。
著
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
「政
治
的
動
物
」
と
い
う
定
義
付

け
を
行
っ
た
こ
と
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家
の
発
想
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、

遊
牧
民
が
除
外
さ
れ
、
あ
る
い
は
逆
に
、
あ
る
種
の
社
会
性
を
持
つ
昆
虫
ま
で
も
含
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
批

判
が
あ
る
。
ま
た
、
生
物
学
的
に
、
「羽
毛
の
な
い
二
足
歩
行
動
物
」
と
定
義
す
る
と
し
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
動
物

（「ほ
と
ん
ど
の
」

と
は
、
カ
ン
ガ
ル
ー
や
ニ
ワ
ト
リ
は
除
か
れ
る
か
ら
）
と
は
区
別
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
の
定
義
に
は
、
情
緒
的
側
面
が
欠
落
し
て

い
る
し
、
「人
間
性
」
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
日
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「人
間
」

の
定
義
と
し
て
は
、
Ｂ
・フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

「道
具
を
製
作
す
る
動
物
」
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、筆
者
の
愚
見
で
は
、
こ
れ
と
て

「情

緒
的
側
面
」、
い
わ
ば

「人
間
的
霊
性

（精
神
性
）」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
充
分
に
表
さ
れ
て
い
る
と
も
思
え
な
い
。
芸
術
を
創

造
す
る
感
性
力
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
哲
学
的
に
は
、
パ
ス
カ
ル
が
、
『バ
ン
セ
』
に
お
い
て

「人
間
は

考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
著
名
で
あ
り
、
こ
の
指
摘
に
即
せ
ば
、
「思
考
す
る
動
物
」
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

勿
論
、
他
の
動
物
で
も
、
何
ら
か
の
思
考
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
動
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
日
の
前
の

判
断
だ
け
で
な
く
、
二
歩
先
、
三
歩
先
を
見
越
す
想
像
力
、
あ
る
い
は
哲
学
的
に
、
「自
己
を
認
識
」
し
、
「意
味
や
意
義
を
聞
う
思

考
」
を
、
ひ
と
つ
の

「人
間
性
」
の
指
標
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

「意
味
や
意
義
を
間
う
こ
と
」
が

「人
間
性
」
の

一
面
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「儀
礼
」
と
は
、
ま
さ
し
く

「意
味
づ
け
」
の
行
動

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。　
一
般
的
に
は
、
そ
れ
を

「通
過
儀
礼
」
と
称
し
て
い
る
。
「成
人
式

（元
服
）」

や

「結
婚
式
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
節
目
々
々
に
お
い
て
な
さ
れ
る
儀
礼

・
儀
式
は
、
何
ら
か
の
成
長
や
変
化
の
意
味
や
意
義
を
表

明
す
る
行
為
で
あ
る
。
「葬
式
」
も
ま
た
、
他
者
の
死
を
ど
う
意
味
づ
け
、
そ
し
て
自
分
も
ま
た
、
特
定
の
他
者
が
存
在
し
な
く
な
っ

た
中
で
の
あ
り
方
や
意
味
を
自
己
形
成
し
て
い
く
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２７
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ど
ん
な
生
物
も

「死
」
は
認
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
ま
さ
し
く
必
死
に

「死
」
を
避
け
る
行
動
を
と
る
。
そ
し
　
２８

て
親
は
子
を
必
死
で
守
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
鳥
で
も
猫
で
も
、
あ
る
い
は
社
会
生
活
を
す
る
蟻
で
も
、
死
ん
だ
子
や
仲
間
に
対

し
て
、
い
わ
ゆ
る

「弔
い
」
の
儀
礼
は
行
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
死
ん
だ
ら
直
ち
に
あ
き
ら
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

「人
間
性
」
の

一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
他
者
の
死
を
厳
粛
に
扱
う

「儀
礼
的
存
在
」
と
で
も
言
い
う
る
も
の
が
、
人
間
の

根
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
「人
間
は
儀
式
的
動
物
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ

の
意
で
は
な
い
か
。
今
は
，
こ
こ
ま
で
を
仮
説
的
に
提
示
し
て
お
い
て
、
次
に
、
こ
れ
に
沿
っ
て
、
少
し
く
具
体
的
な
考
察
を
試
み

る
こ
と
と
す
る
。

二

「儀
礼
」
と

「死
生
観
」

「儀
礼
」
の
あ
り
方
に
は
、
そ
の
人
の
価
値
観
、
「死
生
観
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

つ
ま
り

「死
ん
だ
ら
、
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
う
認
識
の
相
違
に
よ
っ
て
、
儀
礼
行
動
が
変
わ
っ
て
来
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以

下
に
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
て
み
る
。

愛
し
い
人
や
、
か
け
が
え
の
な
い
人
を
亡
く
し
た
時
、
人
は
み
な
、
等
し
く
悲
歎
に
沈
む
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
全
く
同
等
と
言

え
る
の
だ
が

（勿
論
、
関
係
性
そ
の
他
に
よ
っ
て
、
悲
し
み
の
深
さ
に
は
浅
深
が
あ
る
が
）、
生
死
に
関
わ
る
価
値
観
に
よ
っ
て
、

次
の
段
階
と
し
て
の
行
動
様
式
が
大
き
く
異
な
っ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず

一
つ
の
価
値
観
と
し
て
、
「死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
」、
「人
間
は
死
ん
だ
ら
ゴ
ミ
に
な
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
場
合
に
と
ら
れ
る
行
動
は
、
火
葬
に
し
ろ
何
に
し
ろ
、
死
者
に
対
し
て
は
、
「遺
体
処
理
」
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、

存
命
中
の
尊
敬
の
念
は
別
と
し
て
、
死
ん
だ
途
端
に
、
死
者
に
対
す
る
尊
厳
は
な
く
、
た
だ
絶
望
の
み
が
残
り
、
最
終
的
に
は
忘
却
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さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
類
型
に
は
、
お
そ
ら
く
儀
礼
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も

「通
過
儀
礼
」
で
は
、

「分
離
―
移
行
―
統
合
」
と
図
式
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
段
階
を
終
え

〈分
離
）、
そ
こ
か
ら
次

の
段
階
へ
と
移
行
し

（移
行
）、次
の
段
階
へ
の
移
行
を
完
了
す
る

（統
合
）
の
が
手
順
で
あ
る
。

「死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
」
で
あ
れ
ば
、次
の
段
階
へ
の
統
合
は
成
り
立
た
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、

「終
焉
の
儀
式
」
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う

〈
い
わ
ゆ
る
「お
別
れ
会
」
は
、
こ
の
部
類
か
。
）
し
、
「死

体
」
か
ら

「骨
」
へ
の

「移
行
」
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
仮
に
墓
に
埋
葬
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
単
な
る

「死
体
処
理
」
の
方
法
で
し
か
な
く
、
死
者
へ
の
尊
厳
や
、
他
者
の
死
に
と
も

な
い
、
自
己
を
再
認
識
す
る
行
動
方
法
で
は
な
い
。
（第
１
類
型
）

二
番
目
の
死
生
観
と
し
て
は
、
死
者
が
何
ら
か
の
形
で
存
在
す
る
が
、
そ
れ
が

「迷
っ
て
い

る
」
と
認
識
す
る
も
の
で
、
こ
の
部
類
に
は
、
さ
ら
に
二
類
型
に
分
か
れ
る
。

「迷
っ
て
い
る
」
場
合
の
第

一
類
型
と
し
て
は
、
「霊
魂
の
よ
う
な
も
の
が
祟
り
を
な
す
」

と
い
う

「怖
れ
」
で
あ
る
。
こ
の
価
値
観
に
お
け
る
行
動
様
式
は
、
「祟
り
」
に
対
し
て
、
「慰
霊
」

や

「除
霊
」
、
あ
る
い
は

「鎮
魂
」
と
い
う
儀
式
で
あ
る
。
神
道
に
い
う

「死
機
」
も
、
こ
の

部
類
に
入
る
で
あ
ろ
う

（そ
の
た
め
に

「お
祓
い
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
）。
（第
２
類
型
）

「迷
っ
て
い
る
」
と
み
る
場
合
で
も
、
「怖
れ
」
と
い
う
よ
り
も
、
「不
安
」
と
感
ず
る
場
合

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「ち
ゃ
ん
と
成
仏
し
て
く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」。
そ
こ
に
は
、
「祟
り
」

の
よ
う
な

「怖
れ
」
も
混
在
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
「恐
怖
感
」
と
い
う
よ
り
も
、
「愛

着
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
の
不
安
」
と
で
も
い
う
べ
き
位
相
が
あ
る
よ
う
に
思
い
、
敢
え
て
別

類
型
を
立
て
た
。
こ
の
場
合
の
行
動
様
式
が
、
「追
善
供
養
」
で
あ
る
。
迷
っ
て
い
る
死
者
に

２９

の悲しみ

死んだらおしまい
ゴミになる

迷っている T―
|

L_
怖れ (祟 り)一  鎮魂・除霊 (② )

不安       追善供養 (③)

浄土往生

絶望と忘却 (①)

報恩感謝 (④ )
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対
し
て
、
遺
っ
た
者
が
、
死
者
に
代
わ
っ
て
善
行
を
行
い
、
そ
れ
を
死
者
に
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（第
３
類
型
）
　
　
　
３０

四
番
目
が
、わ
れ
わ
れ
浄
土
真
宗
の
価
値
観
で
あ
っ
て
、
「故
人
は
浄
土
に
往
生
さ
れ
仏
に
な
ら
れ
た
」
と
認
識
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
の
価
値
観
に
立
て
ば
、
「不
安
」
に
対
し
て
は

「安
心
」
で
あ
り
、
「怖
れ
」
に
対
し
て
は

「敬
い
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
く
儀
礼
は
、

「報
恩
感
謝
」
に
他
な
ら
な
い
。
浄
土
真
宗
の
葬
儀
に
お
い
て
、
「本
願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
　
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き
」
の
和

讃
を
読
誦
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
本
願
に
出
遇
い
、
空
し
い
人
生
で
は
な
く
真
実
の
人
生
を
歩
ん
だ
故
人
の
遺
徳
を
偲
び
、
遺
っ

た
者
も
、
同
じ
く
、
ご
本
願
に
遇
え
た
こ
と
を
再
認
識
す
る
感
謝
の
儀
式
で
あ
る
こ
と
の
意
義
が
、
い
っ
そ
う
深
く
味
わ
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「如
来
浄
華
の
聖
衆
は
　
正
覚
の
華
よ
り
化
生
し
て
」
の
和
讃
に
つ
い
て
も
、
故
人
が
す
で
に
浄
土
の
聖
衆
と

し
て
往
生
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
讃
え
る
意
味
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（第
４
類
型
）

因
み
に
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

「ペ
ッ
ト
葬
」
は
、
こ
の
葬
儀
形
式
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
か
わ
い

が
っ
て
き
た
ペ
ッ
ト
の
死
は
、
家
族
同
様
に
悲
し
い
出
来
事
に
違
い
な
い
し
、
大
切
に
し
て
い
た
ペ
ッ
ト
の
死
に
よ
っ
て
、
世
の
無

常
に
思
い
を
致
す
機
縁
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
が
、
本
願
力
に
出
遇
っ
た
真
実
に
か
な
っ
た
生
き
方
を
し
て
い
た
と
讃

嘆
で
き
る
か
と
い
う
と
、
疑
間
に
感
ぜ
ぎ
る
を
え
な
い

〈理
屈
の
上
で
は
、
彼
ら
も
広
門
示
現
の
相
と
し
て
の
仏
身
で
あ
る
と
見
る

こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ペ
ッ
ト
に
対
し
て
、
は
た
し
て
そ
う
い
う
接
し
方
を
し
て
来
た
だ
ろ
う
か
）。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
死
者
に
向
か
っ
て
の
行
動
様
式
と
し
て
、
右
の
四
類
型
に
分
類
し
て
み
た

（図
表
参
照
）
が
、
こ
の

よ
う
な
分
か
れ
方
を
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
教
え
に
遇
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
起
因
す
る
し
、
教
え
に
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
価
値

観
が
変
わ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

但
し
、
現
実
に
は
複
雑
な
事
例
も
多
い
。
例
え
ば

「死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
」
と
い
う
価
値
観
だ
っ
た
人
が
、
肉
親
の
死
に
よ
っ
て
、

仏
壇
に
手
を
合
わ
す
身
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
の
場
合
、
価
値
観
の
変
化
の
原
因
が
、
教
え
に
遇
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る

い
は
肉
親
へ
の
情
愛
に
よ
る
も
の
な
の
か
判
じ
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
肉
親
へ
の
情
愛
の
み
に
よ
っ
て
い
る
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場
合
に
は
、
第
３
類
型
に
属
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
『歎
異
抄
』
の
有
名
な

一
文
に
、
「親
鸞
は
父
母
孝
養
の
た
め
と
て
、

一
返
に
て
も
念
仏
申
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
候
は
ず
」
（註
釈
版
ｐ
８
３
４
）
と
あ
る
の
は
、
父
母

。
兄
弟

・
夫
婦
な
ど
、
親
し
い

人
へ
の
情
愛
が
、
自
力
へ
の
落
と
し
穴
に
な
る
こ
と
を
厳
し
く
見
つ
め
た
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
従
っ
て
、
第
４
類
型
へ
の
転

化
は
、
や
は
り
教
え
に
基
く
も
の
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
が
、
ど
の
よ
う
に
儀
礼
形
式
を
意
義
付
け
る
か
に
つ
い
て
を
考
え
て
み
た
い
。

三
　
真
宗
教
義
と
、
「儀
礼
」
の
形
式

（
一
）
「摂
取
不
捨
」
と

「平
生
業
成
」

宗
祖
は

「摂
取
不
捨
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
「小
経
讃
」
国
宝
本
左
訓
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

摂
め
と
る
。
ひ
と
た
び
と
り
て
永
く
捨
て
ぬ
な
り
。
摂
は
も
の
の
逃
ぐ
る
を
追
は
へ
と
る
な
り
。
摂
は
を
さ
め
と
る
、
取
は
迎

へ
と
る
。
〈註
釈
版
ｐ
５
７
１
脚
注
）

「も
の
の
逃
ぐ
る
を
追
は
へ
と
る
」
と
は
、
私
た
ち
が
、
ど
こ
を
向
こ
う
と
も
、
つ
ね
に
阿
弥
陀
如
来
は
、
私
た
ち
の
方
を
向
き
、

む
し
ろ
背
を
向
け
て
逃
げ
る
ば
か
り
の
私
た
ち
を
、
追
い
か
け
詰
め
に
追
い
か
け
て
、
つ
い
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
く
る
め
と
る
仏

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
私
た
ち
の
側
は
、
い
つ
、
ど
ん
な
状
態
で
、
仏
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
如
来
の
側
は
、
つ
ね
に
忘

れ
る
こ
と
が
な
い
。
「ひ
と
た
び
と
り
て
永
く
捨
て
ぬ
な
り
」
と
は
、
ひ
と
た
び
如
来
の
御
手
に
抱
か
れ
た
も
の
は
、
必
ず
仏
に
な

る
こ
と
を
示
す
。
念
仏
ひ
と
つ
で
何
故
さ
と
り
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
理
由
が

「摂
取
不
捨
」
で
あ
り
、
ひ
と
た
び

阿
弥
陀
如
来
の
御
手
に
抱
か
れ
た
念
仏
者
は
、
必
ず
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「現
生
正
定
衆
」
で
あ
り
、
「平
生

業
成
」
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３‐
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「平
生
業
成
」
の
法
義
は
、
臨
終
を
問
題
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
「死
に
方
」
を
問
題
視
し
な
い
の
で
あ
る
。　

３２

自
死

ｏ
自
殺
者
に
対
す
る
偏
見
も
、
こ
の
観
点
か
ら
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

儀
式
の
性
格
の
点
か
ら
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る

「枕
経
」
は
、
臨
終
の
来
迎
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
し
、
「遺
体
」
に
対
し
て
読

経
す
る
の
で
も
な
い
。
今
生
の
最
期
に
あ
た
っ
て
の

「報
恩
感
謝
」
の
仏
事

・
法
事
で
あ
る
。

あ
る
和
上
の
寺
院
に
枕
経
の
依
頼
の
電
話
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
和
上
は
、
「ま
だ
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
も
う
死
ん

で
い
る
の
か
。」と
聞
く
そ
う
で
あ
る
。
「も
う
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。」と
言
わ
れ
る
と
、
「そ
れ
な
ら
手
遅
れ
だ
。
お
通
夜
か
ら
行
く
。」

と
答
え
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
言
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
が
、
原
理

。
原
則
論
か
ら
言
え
ば
正

論
で
あ
る
。

（二
）
「往
生
即
成
仏
」
と

「弥
陀
同
証
」

「往
生
即
成
仏
」
は
、
「平
生
業
成
」、
「現
生
正
定
衆
」
か
ら
の
論
理
的
必
然
で
あ
る
が
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
は
、
浄
上
の
上

徳
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
仏
と
成
る
こ
と
を
表
す
法
義
で
あ
る
。
美
し
い
清
流
か
ら
の
川
の
流
れ
も
、
あ
る
い
は
工
場
排
水
や
家
庭
排

水
な
ど
に
よ
っ
て
汚
れ
た
川
の
水
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
つ
の
同
じ
海
に
流
れ
着
い
た
途
端
に
、
同
じ

「海
水
」
の

「
一
味
」
と
な
る
。

こ
れ
を
宗
祖
は
、
「如
衆
水
入
海

一
味
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
凡
聖

一
味
の
意
義
で
も
あ
り
、
『論
註
』
性
功
徳
の
釈
に
望
め
合
わ

せ
る
と
、
「往
生
即
成
仏
」
の
根
拠
で
も
あ
る
。

浄
上
の
往
生
人
が
、
直
ち
に

「仏
」
と
成
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
「追
善
供
養
」
が
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
の
は

明
白
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「仏
」
の
十
号
の
内
に
は

「応
供
」
と
あ
る
の
で
、
「供
養
」
は
当
然
な
し
う
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
の

「供
養
」
は

「追
善
供
養
」
で
は
な
く
、
「讃
嘆
供
養
」、
す
な
わ
ち
仏
徳
讃
嘆
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
、
故
人
を
仏

と
し
て
敬
い
、
仏
と
し
て
讃
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
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更
に
は
、
こ
の
浄
土
の
往
生
人
の
証
果
は
、
「弥
陀
と
同
証
」
で
も
あ
る
。
「阿
弥
陀
経
』
の
名
義
段
に

「及
其
人
民
」
と
あ
る
の

は
、
阿
弥
陀
如
来
の
果
徳
が
、
そ
の
ま
ま
浄
土
の
往
生
人
に
及
ぶ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
往
生
人
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
同

じ
証
り
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
仏
徳
を
讃
嘆
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
故
人
が
仏
と
成
ら
れ
た
徳
を
讃
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
、
阿
弥
陀
如
来
と
同
じ
徳
を
ひ
ら
い
た
故
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
故
人
は
、
残
っ
た
私
た
ち
が
念
仏
申
す
身
に
な
る
こ
と
を
、
最

も
喜
び
、
ま
た
安
心
し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
飯
な
ど
の
お
供
え
は
、
過
去
帳
の
前
に
は
供
え
ず
に
、
あ
く
ま
で
、

ご
本
尊
の
前
に
供
え
る
。
こ
の
こ
と
も
、
「弥
陀
と
同
証
」
な
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。

ま
た
、
時
折
、
仏
壇
に
、
タ
バ
コ
や
ワ
ン
カ
ツ
プ
の
お
酒
な
ど
が
供
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
故
人
が
生

前
好
き
だ
っ
た
物
を
供
え
る
心
情
も
理
解
で
き
な
く
も
な
い
が
、
故
人
は
既
に
浄
上
に
往
生
さ
れ
、
仏
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
執
着
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
私
た
ち
の
主
食
で
あ
る
ご
飯
を
、
感
謝
の
意
に
お
い
て
お
供
え
し
、
ま
た
菓

子
や
果
物
な
ど
も
、
あ
と
で
お
さ
が
り
と
し
て
頂
戴
す
る
感
謝
の
表
明
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
の
教
義
を
正
し
く
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
事

・
法
事
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
謂
わ
れ
や
所

以
が
理
解
で
き
る
こ
と
が
多
い
。

（三
）
「還
相
廻
向
」

宗
祖
は
、
『教
行
信
証
』
の

「教
文
類
」
冒
頭
に
、
「
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。　
一
つ
に
は
往
相
、

二
つ
に
は
還
相
な
り
。」
（註
釈
版
Ｐ
ｌ
３
５
）と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、浄
土
真
宗
の
法
義
の
綱
格
は
、
「往
還
」
の
二
回
向
で
あ
り
、
「往

還
」
の
二
回
向
こ
そ
が
、
浄
土
真
宗
の
教
義
の
特
色
で
あ
る
。
葬
儀
の
場
で
言
え
ば
、
故
人
の
最
後
の
仏
徳
讃
嘆
の
場
で
あ
る
と
と

も
に
、
故
人
の
最
初
の
還
相
廻
向
の
場
で
も
あ
る
こ
と
が
、
同
時
成
立
し
て
い
る
と
言
え
、
葬
儀
の
あ
り
方
も
、
こ
の
観
点
か
ら
再

３３
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構
築
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３４

さ
ら
に
は
、
こ
こ
で
、
も
う

一
つ

「還
相
廻
向
」
の
法
義
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
た
い
事
例
が
あ
る
。

一
歳
に
も
満
た
な
い
幼
児
、
あ
る
い
は
乳
児
が
亡
く
な
っ
た
と
し
よ
う
。
両
親
は
深
く
悲
し
む
が
、
そ
の
悲
し
み
の
内
に
、
「
こ

の
子
は
、
成
仏
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
と
訊
か
れ
た
ら
、
何
と
答
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
大
前
提
と
し
て
踏
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
仏
教
と
は
本
来
、
自
己
を
間
う
も
の
で
あ
り
、
他
者
の
往
生
の

得
否
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、ま
た
、我
々
凡
夫
に
知
見
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。全
て
の
こ
と
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、

他
人
を
説
明
す
る
論
理
と
な
っ
た
途
端
に
、仏
教
で
は
な
く
な
る
。
「業
論
」も
、他
者
の
説
明
論
理
と
な
っ
た
瞬
間
に
、
い
わ
ゆ
る
「差

別
業
論
」
へ
と
転
落
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
「迷
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。」
と
答
え
る
の
も
誤
り
で

あ
り
、
「大
丈
夫
で
す
よ
。
成
仏
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。」
と
答
え
る
の
も
、
ま
た
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
あ
く
ま
で

仏
知
見
の
領
域
で
あ
り
、
我
々
凡
夫
の
伺
い
知
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
「還
相
廻
向
」
の
法
義
に
照
ら
し
て
み
た
時
、
次
の
よ
う
に
味
わ
う
こ
と
は
可
能
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

一
歳
に
も
満
た
な
い
幼
児
で
あ
れ
ば
、
寺
で
聴
聞
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
念
仏
の

一
返
も
称
え
た
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う

で
あ
る
の
な
ら
、他
宗
の
論
理
で
あ
れ
ば

「迷
っ
て
い
る
」
と
し
か
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、し
か
し
、浄
土
真
宗
の

「還

相
廻
向
」
の
法
義
に
照
ら
す
と
、
「
こ
の
子
の
お
か
げ
で
、
私
が
仏
に
手
を
合
わ
す
身
に
な
れ
た
。」
と
気
付
い
た
時
、
そ
の
時
点
か

ら
振
り
返
れ
ば
、
「
こ
の
子
は
、
還
相
の
菩
薩
と
し
て
、
私
に
教
化
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
く
れ
た
の
だ
。」
と
味
わ
え
る
世
界
も
あ

る
よ
う
に
も
思
う
。
繰
り
返
す
が
、
他
者
を
説
明
す
る
論
理
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
自
己
に
引
き
取
っ
た
上
で
の
味
わ
い
と
し

て
で
あ
る
が
。

四

」ヽ
結
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以
上
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
を
総
じ
て
、
「浄
土
真
宗
」
に
お
け
る
葬
儀
の
意
義
を
ま
と
め
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
言
い
う
る
で

あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
浄
土
真
宗
と
し
て
の
葬
儀
と
は
、
世
の
無
常
に
思
い
を
い
た
し
、
自
ら
の
死
苦
に
向
き
合
う
場
で
あ
る
と
と
も
に
、

愛
別
離
苦
の
悲
し
み
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
念
仏
者
と
し
て
歩
ん
で
来
ら
れ
た
故
人
を
偲
び
、
故
人
も
、
そ
し
て
後
に
遺
っ
た
者
も
、

と
も
に
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
の
中
に
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
仏
縁
で
あ
り
、
仏
徳
讃
嘆
と
、
本
願
に
遇
え
た
こ
と
へ
の
報
恩
感
謝

の
儀
式
が
、
「浄
土
真
宗
の
葬
儀
」
で
あ
る
。

遺
族
に
と
っ
て
は
、
悲
し
い
縁
で
は
あ
り
な
が
ら
仏
縁
と
し
て
受
け
止
め
、
さ
ら
に
は
、
お
互
い
が
支
え
合
っ
て
生
き
て
い
る
こ

と
や
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
場
で
も
あ
る
。
葬
儀
は
、
故
人
に
と
っ
て
も
遺
族
に
と
っ
て
も
、
人
間
が

人
間
で
あ
る
こ
と
の
証
し
で
も
あ
る
と
思
う
。

五
　
最
後
に

『改
邪
炒
』
の
記
述
に
つ
い
て

浄
土
真
宗
と
葬
儀
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
『改
邪
紗
』
の
中
で
、
宗
祖
の
言
葉
と
し
て
引
か
れ
て
あ
る

「某

〈親
鸞
）
閉
眼
せ

ば
、
賀
茂
河
に
い
れ
て
魚
に
あ
た
ふ
べ
し
」
（註
釈
版
ｐ
９
３
７
）
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
っ
て
、

直
ち
に

「葬
儀
不
要
論
」
に
結
び
つ
け
る
論
調
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
話
を
扱
う
場
合
、
い
く
つ
か
の
位
相
を
仕
分
け
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
①

『改
邪
砂
』
の
文
脈
、
②
宗
祖
の
文
脈
、

③
宗
祖
の
文
脈
が
不
明
の
場
合
、
『改
邪
紗
』
と
は
い
っ
た
ん
切
り
離
し
て
、
こ
の
語
単
体
と
し
て
の
文
意
を
う
か
が
う
、
の
三
段

階
で
論
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
。

①
の

『改
邪
抄
』
の
文
脈
は
、
本
文
か
ら
明
確
に
窺
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３５
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・
し
か
る
に
往
生
の
信
心
の
沙
汰
を
ば
手
が
け
も
せ
ず
し
て
、
没
後
葬
礼
の
助
成
扶
持
の
一
段
を
当
流
の
肝
要
と
す
る
や
う
に
　
３６

談
合
す
る
に
よ
り
て

（中
略
）
、
た
だ
世
間
浅
近
の
無
常
講
と
か
の
や
う
に
諸
人
お
も
ひ
な
す
こ
と
、
こ
こ
ろ
う
き
こ
と
な

り

。

ｏ
こ
の
肉
身
を
軽
ん
じ
て
仏
法
の
信
心
を
本
と
す
べ
き
こ
と
を
あ
ら
は
し
ま
す
ゆ
ゑ
な
り
。

こ
の
二
点
の
中
間
に
先
の
宗
祖
の
引
文
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
承
け
て

「
こ
れ
を
も
っ
て
お
も
ふ
に
、
い
よ
い
よ
喪
葬
を

一
大
事
と

す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
結
論
し
て
い
る
。

ま
ず

一
点
目
は
、
「信
心
の
沙
汰
」
を
せ
ず
に
、
た
だ
世
間
的
な
事
情
で
の
集
ま
り
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
あ
り
方
で
は
意

味
が
な
い
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
ム聖
日
と
、
先
の
宗
祖
が
語
っ
た
と
さ
れ
る
文
言
と
は
、
必
ず
し
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
繋

が
っ
て
は
い
な
い
感
が
あ
る
。
こ
の

一
点
目
の
主
張
と
、
宗
祖
の
言
葉
と
は
、
「そ
の
ゆ
え
に
」
「そ
の
ゆ
え
は
」
の
よ
う
な
理
由
句

と
し
て
の
引
文
で
は
な
く
、
「か
つ
は
本
師
聖
人
の
仰
せ
に
い
は
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「か
つ
は
」
と
、
並
列
句
、
あ
る
い
は
論
旨

の
転
換
を
な
す
接
続
詞
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
先
の
宗
祖
の
文
は
、
一
点
目
と
全
く
の
無
関
係
で
は
な
い
と
し
て
も
、

直
接
に
は
、
二
点
目
の
論
旨
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「肉
身
を
軽
ん
じ
て
仏
法
の
信
心

を
本
と
す
べ
き
こ
と
を
あ
ら
は
」
す
た
め
で
あ
る
。

「肉
身
を
軽
ん
じ
て
」
と
は
、生
身
の
肉
体
に
執
着
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
の
「葬

儀
」
で
も
あ
る
と
思
う
。
葬
儀
を
区
切
り
と
し
て
、
人
と
し
て
の
肉
体
へ
の
執
着
か
ら
離
れ
、
仏
と
な
ら
れ
た
意
義
を
偲
び
、
仏
と

し
て
敬
う
儀
礼
が
、
葬
儀
の
意
義
で
あ
り
、
意
味
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
人
と
し
て
の
名
残
り
で
あ
る
遺
骨
へ
の
執
着
か
ら
離

れ
、
い
つ
ま
で
も
仏
壇

〈本
来
は
仏
壇
に
は
置
か
ず
、
中
陰
壇
を
設
け
る
）
や
床
の
間
に
遺
骨
を
置
い
た
ま
ま
に
す
る
の
で
は
な
く
、

し
か
る
べ
き
墓
地
に
安
置

・
埋
葬
す
る
の
が
、
納
骨
の
意
味
で
も
あ
る
。
「葬
儀
」
も

「納
骨
」
も
、
執
着
を
離
れ
る
た
め
と
い
う

意
義
を
併
せ
持
つ
仏
事

・
法
事
な
の
で
あ
る
。
「葬
儀
」
が
そ
う
な
っ
た
時
、
そ
れ
は
も
は
や

「信
心
の
沙
汰
」
を
し
な
い
形
だ
け
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の
儀
礼
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

覚
如
上
人
が
、
「喪
葬
を

一
大
事
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
結
ば
れ
た
の
は
、
葬
儀
の
全
否
定
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
信
心
為
本
、

「信
を

一
大
事
と
す
べ
き
」
で
あ
っ
て
、
本
末
を
転
倒
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
教
示
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
②
の
宗
祖
の
文
脈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は

『改
邪
砂
』
の
み
に
見
ら
れ
、
厳
密
に
は
宗
祖
の
言
葉
か
ど
う
か
さ

え
断
定
で
き
な
い
し
、
宗
祖
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
前
後
の
文
脈
に
つ
い
て
は
、　
一
切
何
も
わ
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
③

『改
邪
砂
』
の
文
脈
か
ら
、
い
っ
た
ん
切
り
離
し
、
仮
に
宗
祖
の
言
葉
と
し
た
上
で
、
こ
の
語
自
体
を
単
体
と
し
て
、

そ
の
文
意
を
窺
っ
て
み
る
。

現
在
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

「賀
茂
河
に
い
れ
て
魚
に
あ
た
ふ
べ
し
」
と
の
語
は
、
ま
さ
し
く
衝
撃
的
で
、
壮
絶
な
イ
メ
ー

ジ
を
与
え
る
。
何
よ
り
、
い
ま
現
在
、
こ
れ
を
忠
実
に
実
行
し
た
な
ら
、
「死
体
遺
棄
」
と
し
て
法
的
に
厳
罰
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
衝
撃
的
な
響
き
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
を
単
純
に

「葬
儀
不
要
論
」
に
直
結
さ
せ
る
の
は
短
絡
に
過
ぎ
る
と

思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
現
在
の
、
葬
送
＝

「火
葬
」
と
の
既
成
概
念
は
、
実
は
歴
史
的
に
は
、
そ
う
古
い
も
の
で
は
な
い
。
多
く
は
、
近
代
・

明
治
以
降
で
あ
り
、
近
世

。
江
戸
期
で
は

「土
葬
」
が
主
流
で
あ
っ
た
し
、
中
世
前
期
ま
で
は

「風
葬
」
が

一
般
的
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
「風
葬
」
と
は
、
「死
体
を
地
上
に
放
置
し
て
、
そ
れ
以
後
何
も
し
な
い
」
や
り
方
、
つ
ま
り
は
野
ざ
ら
し
で
あ
る
。
こ

の

「風
葬
」
が

一
般
的
な
葬
法
で
あ
っ
た
時
代
と
、
現
代
の
感
覚
と
で
は
、
「河
に
い
れ
て
」
と
の
意
味
も
大
き
く
異
な
る
。
「地
上

に
放
置
し
て
」、鳥
や
犬
の
餌
に
な
る
こ
と
と
、
「賀
茂
河
に
い
れ
て
魚
に
あ
た
え
」
る
こ
と
と
、大
き
な
差
異
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

実
際
、
「京
都
で
い
え
ば
都
市
部
に
あ
る
死
体
を
集
め
て
鴨
川
に
棄
て
る
よ
う
な
作
業
」
が

一
般
に
行
わ
れ
、
お
そ
ら
く
そ
の
た
め

に

「京
都
で
鴨
川
の
河
原
が
平
安
京
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
「賀
茂
河
に
い
れ
て
」

と
の
言
葉
は
、
「特
別
な
葬
法
に
し
な
い
で
ほ
し
い
」
く
ら
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
は
な
い
か
。
「華
々
し
く
仰
々
し
い
葬
式
に
す

３７
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る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て

「葬
式
は
要
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
と
す
る
の
は
些
か
短

３８

絡
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
宗
祖
を
思
慕
す
る
当
時
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
「た
だ
び
と
」
の
扱
い
は
で
き
な
か
っ
た
、
言
わ
ば

「遺

族
心
情
」
と
し
て
、
手
厚
く
葬
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
、
宗
祖
を
思
慕
す
る
人
た
ち
の
根
底
に
は
、

宗
祖
が
残
さ
れ
た

「信
中
心
」
の
仏
事
と
し
て
営
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
覚
如
上
人
も

「信
中
心
」
を
強
調
し
た
の
で

あ
る
。

浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
全
て
に
つ
い
て
、
「信
」
を
通
さ
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
。
「信
」
の
沙
汰
な
く
、
「浄
土
」
の
有
無

を
論
じ
て
も
戯
論
に
過
ぎ
な
い
し
、
「信
」
を
通
さ
ず
に

「葬
儀
」
を
論
じ
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
信
あ
れ

ば
こ
そ
、
仏
徳
や
師
徳
を
讚
嘆
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
信
あ
れ
ば
こ
そ

「葬
儀
」
が
必
然
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

多
く
の
参
列
者
が
仮
に
未
信
の
人
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
縁
あ
る
人
の
死
を
通
し
て
、
信
心
獲
得
の
仏
縁
と
な
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀

如
来
の
慈
悲
を
伝
え
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「世
間
」
の
集
ま
り
が
、
「信
」
の
場
へ
と
転
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
葬
儀
式
は
、
厳
粛
か
つ
丁
寧
に
お
勤
め
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
僧
侶

・
寺
院
の
側
の
最
低
限
の
心
得
で
も

あ
ろ
う
。

【註
】

（１
）
圭
室
諦
成

『葬
式
仏
教
』
（大
法
輪
間
、
１
９
６
３
）。

（２
）
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
勝
田
至
編

『日
本
葬
制
史
』
釜
口川
弘
文
館
、
２
０
１
２
）
な
ど
が
あ
る
。

（３
）
Ｐ
・
ボ
ッ
ク
著
、
江
淵

一
公
訳

『現
代
文
化
人
類
学
入
門
」
（講
談
社
学
術
文
庫
、
１
９
７
７
）
Ｐ
２
８
。

（４
）
Ｌ

・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

「
フ
レ
イ
ザ
ー

『金
枝
篇
』
に
つ
い
て
」
（杖
下
隆
英
訳
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
第
６
巻
、
大
修
館
書
店
、

１
９
７
５
）
Ｐ
４
０
２
。

（５
）
総
合
研
究
所
の
研
究
部
会
で
の
意
見
交
換
の
場
に
お
い
て
、
あ
る
研
究
員
か
ら

「初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
限
り
の
勝
負
と
し
て
、
多
分
に
、

「死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
』
的
発
想
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
別
の
研
究
員
か
ら
は
、
「『無
』
と
言
わ
ず
に

『涅
槃
』
や

『解
脱
』
と
称



し
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
言
わ
れ
て
い
る

『死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
」
と
は
異
質
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
筆
者
と
し
て
も
、
今
日
の

「死

ん
だ
ら
お
し
ま
い
」
は
、
「断
見
」
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。

（６
）
註

（３
）
前
掲
書
Ｐ
ｌ
８
０
。

（７
）
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
っ
た
考
察
が
で
き
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
音
楽
と
し
て
の
レ
ク
イ
エ
ム
は

「鎮

魂
曲
」
と
訳
し
て
い
る
。
但
し
、
レ
ク
イ
エ
ム
は
昇
天
を
祈
る
曲
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
翻
訳
で
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

「昇
天
を
祈

る
」
行
為
は
、
「往
き
先
が
未
定
」
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
第
２
類
型
、
も
し
く
は
次
の
第
３
類
型
か
と
思
う
。

（８
）
法
然
聖
人
に
も

「還
相
廻
向
」
に
近
似
し
た
表
現
は
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
往
還
の
二
回
向
を
教
学
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
の
は
宗
祖
を
候

つ
こ
と
に
な
る
。
「往
還
二
回
向
」
の
直
接
の
出
所
で
あ
る

『論
註
』
に
つ
い
て
、
『選
択
集
』
で
は
冒
頭
の
難
易
二
道
の
文
を
引
く
の
み
で
あ
る
。

（９
）
近
世
江
戸
期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た

「小
児
往
生
」
論
争
は
有
名
で
あ
る
。
教
学
研
究
所

（現
総
合
研
究
所
）
ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
ー
０
，
理
不
教
と
現
代
社

△ご

（２
０
０
３
）
等
を
参
照
願
い
た
い
。

（１０
）
註

（２
）
前
掲
書
ｐ
３
。

（Ｈ
）
註

（２
）
前
掲
書
ｐ
ｌ
４
３
。
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